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畿
内
統
括
の
要
と
な
っ
た
城

芥
川
山
城

　
戦
国
時
代
の
真
っ
た
だ
中
、摂
津
峡
の
す
ぐ
東
側
に
、天
下
を
治

め
た
三
好
長
慶
が
居
城
と
し
、織
田
信
長
も
入
城
し
た
、「
芥
川
山

城
」が
あ
り
ま
し
た
。

　
摂
津
峡
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
立
つ
三
好
山
に
位
置
し
た
芥
川
山

城
は
、府
内
最
大
級
の
山
城
で
、三
好
長
慶
の
時
代
に
は
畿
内
を
統

括
す
る
要
の
地
と
し
て
の
役
割
が
あ
り
ま
し
た
。

　
市
は
、こ
の
歴
史
的
価
値
の
あ
る
城
跡
を
保
存
し
、継
承・活
用

し
て
い
く
た
め
、国
史
跡
へ
の
指
定
に
向
け
た
調
査
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　
芥
川
山
城
は
ど
ん
な
城
だ
っ
た
の
か
。城
の
造
り
や
関
わ
っ
た

歴
史
人
物
な
ど
を
通
し
て
、そ
の
全
容
に
迫
り
ま
す
。

問
合
先
…
文
化
財
課（
☎
６
７
４・７
６
５
２
）

天
下
を
治
め
た

三
好
長
慶
の
居
城

　
細
川
高
国
の
次
の
城
主
は
、高

国
と
の
戦
い
を
制
し
た
細
川
晴
元

で
し
た
。さ
ら
に
晴
元
の
家
臣
で

あ
っ
た
三
好
長
慶
が
、晴
元
を
追

放
し
、天
文
22（
１
５
５
３
）年
か

ら
居
城
と
し
ま
し
た
。

　
当
時
の
長
慶
は
、実
力
で
天
下

（
当
時
の
畿
内
）を
支
配
し
始
め
て

い
ま
し
た
。芥
川
山
城
は
天
下
人

が
座
す
る
城
と
な
り
、城
内
に
は

長
慶
に
仕
え
る
松
永
久
秀
な
ど
多

く
の
家
臣
が
居
住
し
て
い
ま
し

た
。

　
永
禄
３（
１
５
６
０
）年
、長
慶

が
飯
盛
城（
四
條
畷
市・
大
東
市
）

に
移
っ
て
か
ら
は
、家
督
を
継
い

だ
嫡
男・
義
興
が
城
主
に
な
り
ま

し
た
。

信
長
が
天
下
を
と
る

先
駆
け
と
し
て
攻
め
る

　
長
慶
の
死
か
ら
４
年
経
っ
た
永

禄
11（
１
５
６
８
）年
、織
田
信
長

が
次
の
将
軍
と
な
る
足
利
義
昭
と

と
も
に
摂
津（
現
在
の
大
阪
府
北

中
部
と
兵
庫
県
南
東
部
）に
侵
攻
。

天
下
を
支
配
し
て
い
た
三
好
氏
の

時
代
を
一
刻
も
早
く
終
わ
ら
せ
る

た
め
、芥
川
山
城
を
真
っ
先
に
攻

め
、そ
の
日
の
う
ち
に
落
城
さ
せ

ま
し
た
。

　
信
長
は
芥
川
山
城
に
入
城
後
、

こ
の
地
で
天
皇
の
使
い
を
迎
え
て

畿
内
の
要
人
と
の
対
面
や
、武
将

の
配
置
の
発
表
を
行
っ
た
と
記
録

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、義
昭
の
家
臣
で
あ
っ

た
和
田
惟
政
が
城
主
と
な
り
ま
す

が
、翌
永
禄
12（
１
５
６
９
）年
、惟

政
は
高
槻
城
に
移
り
、芥
川
山
城

を
家
臣
の
高
山
飛
騨
守
に
預
け
ま

す
。し
か
し
、惟
政
が
討
ち
取
ら

れ
、高
槻
城
を
息
子
の
和
田
惟
長

が
継
い
だ
後
、織
田
信
長
の
台
頭

を
受
け
て
高
山
飛
騨
守・
右
近
の

父
子
は
元
亀
４（
１
５
７
３
）年
、

惟
長
を
追
放
し
、自
ら
が
高
槻
城

主
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
ろ
に
芥
川
山
城
は
そ
の

役
割
を
終
え
、約
60
年
に
渡
る
歴

史
に
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

公
家
を
も
て
な
す
こ
と
が

で
き
た
豪
華
な
造
り

　
芥
川
山
城
は
、北
摂
山
地
と
大

阪
平
野
が
接
す
る
地
点
に
あ
る
三

好
山
に
位
置
し（
左
図
）、永
正
13

（
１
５
１
６
）年
ま
で
に
、摂
津
国

を
束
ね
る
守
護
で
あ
っ
た
細
川
高

国
が
築
き
ま
し
た
。細
川
氏
は
平

地
の
茨
木（
茨
木
市
）に
拠
点
を
構

え
て
い
ま
し
た
が
、戦
に
備
え
て

敵
が
攻
め
に
く
い
山
の
上
に
城
を

築
い
た
の
で
す
。築
城
に
は
昼
夜

問
わ
ず
、３
０
０
～
５
０
０
人
が

働
い
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。

　
三
好
長
慶
の
時
代
の
芥
川
山
城

に
は
、立
派
な
御
殿
が
あ
っ
た
と

さ
れ
、連
歌
師
や
公
家
ら
が
登
城

し
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。芥

川
山
城
の
よ
う
に
、周
囲
を
川
に

囲
ま
れ
た
戦
向
き
の
山
城
に
本
格

的
な
御
殿
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
は

珍
し
く
、城
主
の
立
場
と
権
力
を

示
す
も
の
で
し
た
。

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
①

芥川山城跡想像イラスト（部分、作画・山本尊敏）



13 12

こんな建物が
建っていたか

も

矢や弾を防
ぎながら

攻撃

芥
川
山
城
の
造
り敵

を
通
さ
な
い
た
め
に
作
ら
れ
た
堀

敵
を
防
ぎ
反
撃
す
る
た
め
の
土
塁

天
然
の
要
害
に
囲
ま
れ
た
山
城
に
は
珍
し
い
本
格
的
な
御
殿

市学芸員・早川圭さん（入庁14年目）
　11月に実施した芥川山城の発掘
調査の担当者。これまで安満遺跡や
高槻城の発掘調査にも携わってき
た。

　
芥
川
山
城
の
山
裾
は
、三
方
に
芥
川
が
流
れ

深
い
渓
谷
に
な
っ
て
い
て
、敵
が
攻
め
に
く
い

天
然
の
城
塞
で
し
た
。

　
摂
津
最
大
の
規
模
を
誇
っ
た
芥
川
山
城
の
造

り
や
発
掘
調
査
の
様
子
を
市
学
芸
員
が
解
説
し

ま
す
。

　
城
と
は
敵
の
攻
撃
を
防
ぐ
た
め

の
施
設
で
す
。そ
の
た
め
、城
を
築

く
と
き
に
最
優
先
に
考
え
る
べ
き

こ
と
は
、い
か
に
敵
が
勝
手
に
入

っ
て
こ
な
い
よ
う
に
す
る
か
で

す
。そ
の
対
策
と
し
て
、一
番
大
切

な
も
の
が「
堀
」で
す
。

　
敵
を
防
ぐ
た
め
に
作
っ
た
土
手

を
土
塁
と
言
い
ま
す
。

　
戦
国
時
代
は
土
塁
の
形
を
工
夫

し
、城
内
へ
の
出
入
り
を
し
に
く

く
し
て
敵
が
入
り
に
く
い
よ
う
に

し
て
い
ま
し
た
。芥
川
山
城
で
は
、

上
か
ら
見
る
と
横
に
ま
っ
す
ぐ
で

は
な
く
、囲
う
よ
う
に
曲
が
っ
た

土
塁
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
①
の
A
）。

　
ま
た
土
塁
は
、弓
矢
や
銃
な
ど

で
上
か
ら
攻
撃
を
す
る
の
に
も
使

用
し
て
い
ま
し
た
が
、弾
を
こ
め

る
の
に
時
間
が
か
か
っ
た
戦
国
時

代
の
火
縄
銃
を
使
う
と
き
の
弾
除

け
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
と
も
言

わ
れ
、用
途
は
さ
ま
ざ
ま
で
し
た
。

　
平
成
５
年
度
、市
が
芥
川
山
城

跡
の
曲
輪（
く
る
わ
、本
丸
）で
発

掘
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、礎

石
を
用
い
た
東
西
6・
6
㍍
×
南

北
3・
9
㍍
以
上
の
建
物
を
検
出

　
山
城
に
あ
る
堀
は
水
の
張
ら
れ

た
水
堀
と
違
い
溺
れ
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、深
い
堀
に
落
ち
れ

ば
け
が
を
し
、這
い
上
が
る
こ
と

も
難
し
く
な
り
ま
す
。ま
た
、落
ち

て
身
動
き
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
を

攻
撃
さ
れ
た
ら
ひ
と
た
ま
り
も
あ

り
ま
せ
ん
。

　
芥
川
山
城
に
も
、敵
の
侵
入
を

防
ぐ
よ
う
多
く
の
堀
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す（
②
）。

　芥川山城にある堀の中に
は薬研堀（やげんぼり）とい
うものがあります。
　薬研堀は断面図がＶ字形
になっているため、底が平な
ものと違い、掘り下げる土
の量が少なく済み、作るとき
も効率的に作れました。
　また、堀底が狭くなるた
め、中に落ちれば身動きが
取りにくい造りになっていま
す（③）。

　土塁は石垣と比べると弱そうに見
えますが、ていねいに突き固めること
で矢や弾を防ぐこともできました。
　よじ登ろうにも手でつかめるもの
がないため、簡単に登ることはできま
せん。また、攻撃を防ぐだけでなく、敵
より高いところから反撃ができるとい
うメリットもありました（④⑤）。

　令和２年11月、新たに山頂に近い城の中心部で発掘調査を行いま
した（①のB）。今回の調査でも建物の基礎が確認されています（⑧）。
また、山城であったことから眺望もよく、矢や銃を撃つための「櫓（やぐ
ら）」のような建物があった可能性もあります。
　詳しい構造や用途については今後検討し、芥川山城跡の実態解明を
進めていきます。

※芥川山城跡は私有地で、トイレがありません。また、足場が悪く危険な場所もあります

こ
こ
が
す
ご
い

主郭
主な遺構

土塁
堀
石垣

①芥川山城を上から見た赤色立体地図

⑥山頂（主郭）で発掘された建物の跡

④土塁

②堀

し
ま
し
た（
⑥
）。一
部
の
発
掘
で

し
た
が
、床
を
張
っ
た
４
つ
以
上

の
部
屋
と
縁
側
の
あ
る
、本
格
的

な
御
殿
の
跡
が
確
認
さ
れ
て
い

て
、豪
華
な
居
住
空
間
が
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す（
⑦
）。

　
戦
国
時
代
の
山
城
は
、あ
く
ま

で
敵
か
ら
の
攻
撃
を
防
ぐ
た
め
の

施
設
で
あ
っ
た
た
め
、建
物
は
掘

立
柱
な
ど
簡
単
な
造
り
の
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
し
た
。芥
川
山
城
は
、

周
囲
を
芥
川
と
断
崖
に
囲
ま
れ
、

山
そ
の
も
の
が
難
攻
不
落
の
砦
と

な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
立
地
に
も

関
わ
ら
ず
、公
家
や
畿
内
の
実
力

者
を
迎
え
る
だ
け
の
御
殿
と
、多

く
の
家
臣
が
居
住
で
き
る
だ
け
の

建
築
物
が
あ
り
、戦
国
時
代
で
は

数
少
な
い
造
り
の
城
で
し
た
。

③薬研堀

⑤

⑦御殿（イメージ）

⑧11月発掘調査の様子

解説してくれるのはこの人！

クローズアップ①　畿内統括の要となった城 芥川山城

Ａ

Ｂ
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解説してくれるのはこの人！ 芥
川
山
城
と
武
将
た
ち

　
芥
川
山
城
に
は
、三
好
長
慶
、松

永
久
秀
、織
田
信
長
、高
山
右
近
な

ど
、さ
ま
ざ
ま
な
武
将
が
入
城
し

て
い
ま
す
。そ
の
中
で
も
、芥
川
山

城
を
畿
内
の
政
治
拠
点
と
し
て
確

立
さ
せ
た
天
下
人・
三
好
長
慶
と

そ
の
家
臣・松
永
久
秀
に
注
目
。長

年
２
人
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
天

野
忠
幸
さ
ん
に
話
を
聞
き
、そ
の

素
顔
に
迫
り
ま
す
。

物
事
を
確
実
に
実
行
し
て
い
く

策
略
家

　
長
慶
は
、細
川
晴
元
に
仕
え
て

い
ま
し
た
が
、父・三
好
元
長
を
自

害
に
追
い
込
ん
だ
こ
と
か
ら
、少

な
か
ら
ず
恨
ん
で
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、晴
元
を
討
と
う
に
も
、

私
利
私
欲
で
戦
を
持
ち
か
け
た
と

こ
ろ
で
誰
も
戦
い
に
賛
同
し
て
は

く
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
長
慶
は
、畿
内
の
武
将

た
ち
に
晴
元
が
い
か
に
危
険
な
存

在
で
、周
り
に
不
利
益
な
状
況
を

作
り
出
す
の
か
を
訴
え
、晴
元
を

討
つ
の
は
や
む
な
し
と
支
持
を
広

げ
て
い
き
ま
す
。ま
た
、細
川
晴
元

を
討
っ
て「
細
川
家
を
倒
し
て
権

力
を
握
り
た
い
だ
け
な
の
で
は
」

と
疑
わ
れ
な
い
よ
う
、細
川
家
の

跡
継
ぎ
を
準
備
し
て
い
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
長
慶
は
、幾
度
か
晴
元

に
攻
め
ら
れ
ま
す
が
、殺
す
こ
と

は
せ
ず
、あ
え
て
和
睦
を
結
ん
で

い
ま
す
。晴
元
の
味
方
を
し
て
い

た
将
軍・
足
利
義
輝
と
い
う
存
在

の
重
要
性
を
理
解
し
て
い
た
か
ら

で
す
。ま
た
、長
慶
は
敵
で
あ
っ
て

も
お
互
い
が
で
き
る
だ
け
傷
つ
か

ず
、折
り
合
え
る
場
所
を
探
す
こ

と
が
う
ま
い
人
物
で
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ

う
に
、長
慶
は
物
事
を
熟
考
し
、確

実
に
実
行
す
る
策
略
家
で
あ
っ
た

こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

争
い
を
統
治
し

自
身
の
地
位
を
確
立

　
天
文
18（
１
５
４
９
）年
、長
慶

は
、晴
元
と
義
輝
を
京
都
か
ら
追

い
出
し
、天
文
22
年
か
ら
約
7
年

間
、芥
川
山
城
を
居
城
と
し
ま
し

た
。

　
そ
の
間
、京
都
に
将
軍
が
不
在

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、実
質
京
都

や
畿
内
を
支
配
し
て
い
た
長
慶
の

も
と
に
、摂
津
や
京
都
周
辺
の
村

落
か
ら
土
地
の
権
利
を
め
ぐ
る
紛

争
や
訴
訟
が
持
ち
込
ま
れ
ま
し

た
。

　
長
慶
は
そ
の
問
題
を
た
だ
力
任

せ
に
解
決
す
る
こ
と
は
せ
ず
、家

臣
を
派
遣
し
て
、現
地
の
争
い
に

中
立
な
百
姓
な
ど
に
話
を
聞
き
に

行
か
せ
ま
し
た
。長
慶
は
、当
事
者

の
意
見
を
な
い
が
し
ろ
に
せ
ず
、

問
題
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
で
自

身
の
地
位
を
確
立
し
て
い
き
、芥

川
山
城
は
畿
内
の
政
庁
と
し
て
の

役
割
を
担
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
ろ
全
盛
期
だ
っ
た
長
慶

は
、松
永
久
秀
な
ど
の
働
き
も
あ

り
、畿
内
を
中
心
に
13
も
の
国
に

影
響
力
を
持
つ
天
下
人
と
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。

高
槻
市
出
身
の
武
将

長
慶
の
右
腕

　
久
秀
は
摂
津
国
五
百
住（
高
槻

市
）の
出
身
と
す
る
説
が
最
有
力

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
長
慶
が
出
身
で
あ
る
阿
波（
徳

島
県
）か
ら
摂
津
に
拠
点
を
移
し
、

新
た
に
自
分
の
家
臣
を
探
し
て
い

た
際
に
、久
秀
の
力
を
見
込
ん
で

家
臣
と
し
ま
し
た
。

　
久
秀
は
、大
和
国（
奈
良
県
）を

攻
め
る
際
に
出
陣
し
て
い
て
、武

功
も
あ
げ
た
こ
と
で
、大
和
国
の

支
配
を
任
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

長
慶
の
命
令
を
確
実
に
執
行
し
て

い
く
行
政
面
で
の
力
も
優
秀
だ
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
て
、長
慶
を
支

え
る
右
腕
の
よ
う
な
存
在
で
し

た
。

三
好
家
へ
の
忠
誠
を
誓
い

仕
え
続
け
る

　
松
永
久
秀
、と
い
う
と
、悪
役
や

下
剋
上
、と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ

人
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
の
理
由
は
、将
軍・足
利
義
輝

の
殺
害
や
主
君・三
好
長
慶
の
嫡

男・義
興
を
死
に
陥
れ
た
な
ど
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
伝
わ
っ
て
い
る
か
ら

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、最
近
の
研
究
か
ら
、こ

れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
事
実
と
は

異
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い

ま
す
。

　

足
利
義
輝
の
殺
害
に
関
し
て

は
、長
慶
の
養
子
と
な
っ
た
義
継

と
久
秀
の
息
子・
久
通
が
行
っ
た

も
の
で
あ
り
、久
秀
は
現
場
に
は

い
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
れ
ど
こ
ろ

か
、次
の
将
軍
と
な
る
足
利
義
昭

を
か
く
ま
っ
た
こ
と
で
、三
好
三

人
衆
と
対
立
す
る
こ
と
に
も
な
り

ま
し
た
。

　
ま
た
、自
分
の
力
が
長
慶
あ
っ
て

の
も
の
だ
と
よ
く
理
解
し
て
い
た

久
秀
は
、長
慶
に
謀
反
を
起
こ
す

動
機
な
ど
は
皆
無
で
し
た
。長
慶

の
嫡
男・義
興
に
つ
い
て
も
、久
秀

は
そ
の
病
状
を
と
て
も
嘆
い
て
、

取
り
乱
し
て
お
り
、よ
り
三
好
家
へ

の
忠
誠
を
誓
う
書
状
が
残
っ
て
い

る
だ
け
で
、久
秀
が
殺
し
た
と
い

う
証
拠
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　
さ
ら
に
久
秀
は
、妻
で
あ
る
広

橋
保
子
が
亡
く
な
っ
た
際
、奈
良

に
住
む
全
て
の
人
に
喪
に
服
す
よ

う
命
じ
る「
鳴
物
停
止
令
」を
出
し

て
い
て
、愛
妻
家
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
史
実
か
ら
、悪
役
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、後
世
に
形
作

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

三み

好よ
し

長な
が

慶よ
し

13
の
国
に
影
響
力
を
持
つ
天
下
人

松ま
つ

永な
が

久ひ
さ

秀ひ
で

実
は
行
政
面
に
優
れ
た
長
慶
の
忠
臣

　長慶と久秀の研究を始めて22
年。地元の兵庫津（現在の神戸港の
前身となった港）に縁のある人物
を研究する中で、長慶や久秀の古
文書に出会ったことがきっかけ
に。三好・松永研究の第一人者。

天理大学准教授・天野忠幸さん

高槻歴史シンポジウム 松永久秀に迫る　検証・高槻出身説松永久秀に迫る　検証・高槻出身説
　松永久秀をめぐる研究が大きく進展し、そのイメー
ジは戦国の極悪人から主君・三好長慶に仕える忠義の
家臣へと変わってきました。久秀の実像と高槻出身説
に迫ります。参加者には、限定の松永久秀の武将印を進
呈します。
日時…3月13日㈯午後1時～4時30分
会場…高槻現代劇場中ホール

講師…天理大学准教授・天野忠幸さんほか
定員…280人（多数抽選）　
費用…1,000円
申�込方法…2月16日㈫（消印有効）までに直接または、

往復はがきかファクスに、講座名、住所、氏名、電話番
号を書いて、〒569・0075城内町1番7号しろあと
歴史館（☎673・3987、FAX673・3984）へ

三好長慶像模本（京都大学総合博物館蔵）

松永久秀像（しろあと歴史館蔵）

※イメージ

クローズアップ①　畿内統括の要となった城 芥川山城

参
加
者
に
は

記
念
の
限
定
武
将
印
を
配
布


